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コ
ー エ ン ・ボイヤ ー の 失敗

一 生 兵 法 の 教 訓一

山本 　秀 策

　「知的財産戦略 大綱 」 が 小泉内

閣 に よ り決定されま し た．大学の

研究成果 （発 明）で あ る 知的財産 を産 業 化 し，H 本 の 活

性化を図 ろ う と い うの で す．科学者 が特許な どの 知的財

産 権を知 らない で は 済まされ な い 時代 に 入 っ たの で す．

　 発 明 は新規で な ければな りませ ん．こ の 新規性 は 発 明

を特許 に す る た め の 必 要条件 で す ．科学者 と い うもの は，
自分 の 研究成果 を世 に問うべ く，雑誌や学会 で 発 表 した

い も の で す．こ の 行為 は 日本 の 科学技術の 進歩 に 貢献す

るとい う意味 に お い て は，日本国特 許 法 の 精神 に 合致 し

ま す．それ ゆ え，た と え 発 表 した と して も，そ の 日か ら

6 ヶ A 以 内 に そ の 発明 に つ い て 特許 出願 を し た とき に 限

り，法的 に は 新規性 を 失 わ な い こ とに して い ま す．特許

法 30 条に 新規性喪 失 の 例外 と し て そ の 規定 が あ り ま

す．

　 と こ ろ で
， せ っ か くの 発明 が 立 派 で あれ ば あ る ほ ど，

日本国内 だ け で の 特許 に 終 らせ る の は 惜 しす ぎます．欧

州 は こ の よ うな例外 を認 め て い な い の で ，い っ た ん 発表

し て し ま え ば欧州 で の 特 許 成 立 は あ り得 ま せ ん．欧州 を

視野 に 入れれば，何 と して も発表前 に 特許出願 を完了 し

て い な け れ ばな り ま せ ん ．

　あの 米国人 コ
ー

エ ン ・ボイ ヤ
ー

両博 士 が 世 界 初 の 遺伝

子 組 換 え 技術 に つ い て 世界制覇 に 失敗 したの は，こ の 新

規性 喪失 の 規定 に 無知だ っ た か らで す．米国特許法 は，
日本 の 6 ヶ 月 に 対 し，発 表 か ら 1 年 と規定 して い ます．

彼 らは こ の 1 年を信 じ たが ゆ え に，日欧 は もとよ り世界

で の 特許取得 を果 せ ま せ ん で し た．特許 な ど の 知的財産

権の 獲得には，世界各 国の 特許制度 を熟知 した優れ た 特

許戦略 が 要 求 され る ゆえん で す．

　 彼 らの 生兵法が 幸い して，世界 の バ イオ ビ ジネ ス は 何

らの 法的制約なく自由に 展開 で き ま し た．科学者，特 に

日本 の 科学者 は，そ の よ うな恩恵 に 十分に 浴 し て い た た

め か，ヒ トの 遺伝 子 を特許 の 対象 に す る こ とに 強 く抵抗

して い ま した ．ヒ トの 尊厳 が損なわ れ る とい う単なる感

情論 で の 抵抗は，ジ ミ
ー ・

カ
ー

タ 大統領 の 発 案 に な るバ

イオ ・サ イ エ ン ス に 関 す る米国 の 国家的大特許戦略 の 前

に あま りに無力 で し た．ゲ ノ ム 解読競争 に 敗退 した後 の ，
ポス ト・ゲ ノ ム こ そ が 日本 の 得意領域で あ る との 根 拠の

ない 自信 も見事 に粉砕 され ，バ イ オ 分野 の 大 半 に お い て

米 国 の 後塵 を拝す る 結果 に な りま した．日本 と し て は，
再生医療や糖鎖 タ ン パ ク工 学 などの 限 られ た 分野に か ろ

うじ て 期待 をつ な ぐ こ とが で きるだ け とな りま した ．こ

れ も 目 本の 戦略性 の な さ，特 に 特 許戦略 の な さと無縁で

は あ りま せ ん ．

　特許出願 に は，学会や論文 で の 発表 とは 違 っ て，単な

る新 しい 現象 を述 べ る だ け と い うわ け に は ゆ き ま せ ん．

そ の 研究成果 を誰 もが 思 い 及 ば な か っ た と い うこ と （進

歩性），そ して 産業 上 の 利用 可能性 （有用 性）を具体的

デ ー
タで もっ て 示 す こ とが 要求 され る の で す．なま や さ

しい こ と で は あ りませ ん．発 明 者 は，その 発明 に よ っ て

産業 の 発 展 に 貢 献 した とい うこ と で経済的 に も評価 され

る の で すか ら，当然の こ と と言えます．

　研 究成果 が 優れ て い れ ば い る ほ ど，学会や論文 で の 発

表 に 終 らせ て お くの は 惜 し 過ぎ ます ．特 許出願 は 大衆 へ

の 公 開を前提 と した 特 許 登 録 の た め の 手続で す．そ の 研

究 成果は，公開公報 と い う刊行物 の 形 で 公表 され ま す．

名誉 が 保 た れ ，業績 もまちがい な く残 りま す．ノ
ーベ ル

賞とい えどもア カデ ミ ッ ク で ある とい う こ とだ け をも っ

て 選 考 され る の で は あ り ませ ん ．発明発見が どれ ほ ど社

会 に 貢献した か が 受賞の 選考基準な の で す．こ の こ と は

生理学 ・医 学部門 の 審 査員 ハ ン ス ・ピ ク セ ル 博 士 （ス

ウ ェ
ーデ ン の カ ロ リ ン ス カ 医大） が 明 言 して い ます．

　研 究成 果 は，何をお い て も，まず，特許出願 か ら始め

るべ きで す．こ れ が 今 の 世界 の 常識 で あ る こ とに，科学

者 は 目覚め な ければ な り ま せ ん ．こ れ か ら の 科 学者 は

コ
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両博 士 の 失 敗 を繰 り返 して は な りま

せ ん ．
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